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第24回

雄
々
し
く
緑
豊
か
な
愛あ

た

宕ご

岳だ
け

。
そ

の
ふ
も
と
に
は
古
く
か
ら
慈
し
み

親
し
ま
れ
て
い
る
温
泉
場
が
あ
る

な
ど
、
懐
か
し
さ
を
感
じ
る
こ
と

の
で
き
る
、
い
で
湯
の
里
で
す
。

芸
能
・
行
事

平成20年３月25日号　No.83

ふるさと探画

秋の豊作を願い、ずきん
をかぶってしゃもじを持
つ女体田の神。

温泉場入り口から眺める
愛宕岳。春夏秋冬、その
姿は刻一刻と変化します。

　

国
道
３
２
８
号
の
さ
つ
ま
町
山
崎
か
ら
の
入
り
口

に
位
置
す
る
副そ
え

田だ

地
区
は
、
優
良
農
地
の
田
園
地
帯

と
富
士
通
Ｉ
Ｍ
Ｔ
㈱
の
あ
る
工
業
団
地
、
そ
し
て
、

歴
史
あ
る
温
泉
場
と
住
宅
地
帯
か
ら
成
り
立
っ
て
お

り
、
入
来
地
域
の
活
動
の
中
心
と
な
る
体
育
・
文
化

施
設
な
ど
も
あ
り
、
緑
豊
か
な
愛あ
た

宕ご

岳だ
け

の
ふ
も
と
に

広
が
る
自
然
豊
か
な
所
で
す
。

　

愛
宕
岳
を
登
る
観
光
道
路
を
進
む
と
パ
ラ
グ
ラ
イ

ダ
ー
の
発
進
基
地「
愛
宕
ビ
ス
タ
パ
ー
ク
」が
あ
り
、

眼
下
に
副
田
地
区
、
そ
の
先
に
本
市
の
西
部
も
望
む

こ
と
が
で
き
、
そ
の
展
望
は
格
別
で
す
。

　

そ
の
愛
宕
岳
の
ふ
も
と
に
わ
き
出
る
の
が
、
７
０

０
年
の
歴
史
を
誇
る
薬
効
豊
か
な
入
来
温
泉
で
す
。

市
内
各
地
に
素
晴
ら
し
い
温
泉
は
数
多
く
あ
り
ま
す

が
、
こ
こ
は
鉄
分
が
多
い
の
が
特
徴
で
、
し
か
も
掛

け
流
し
で
あ
り
、
隠
れ
た
名
湯
と
い
え
ま
す
。
少
し

ひ
な
び
た
温
泉
場
で
す
が
、
市
内
外
か
ら「
こ
こ
の

温
泉
で
な
い
と
」と
訪
れ
る
人
が
絶
え
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
国
鉄
宮
之
城
線
の
廃
止
と
と
も
に
少
し
ず
つ

寂
れ
て
き
て
お
り
、
昔
を
惜
し
む
声
も
聞
か
れ
ま
す
。

現
在
は
、
温
泉
場
土
地
区
画
整
備
事
業
が
行
わ
れ
て

い
ま
す
の
で
整
備
完
了
後
の
復
興
が
期
待
さ
れ
て
い

ま
す
。
農
業
や
畜
産
は
盛
ん
で
、
か
ご
し
ま
ブ
ラ

ン
ド
に
指
定
さ
れ
て
い
る
鹿
児
島
き
ん
か
ん｢

い
り

き｣

や
た
ば
こ
な
ど
の
良
質
な
農
作
物
が
出
荷
さ
れ
、

優
良
な
生
産
牛
も
飼
育
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
史
跡
も
多
く
伝
統
芸
能
・
行
事
が
地
区
の

青
壮
年
に
よ
り
大
切
に
保
存
・
継
承
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
世
帯
数
１
２
８
７
世
帯
、
人
口
２
９
０
８

人
で
構
成
さ
れ
た
副
田
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
協
議
会

は
、
地
区
内
の
団
体
と
連
携
し
た
活
動
を
中
心
に
、

地
区
住
民
一
人
一
人
が
気
軽
に
参
加
で
き
る
協
議
会

運
営
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　

自
然
の
恩
恵
と
先
人
た
ち
の
残
し
て
く
れ
た
素
晴

ら
し
い
文
化
と
知
恵
を
こ
れ
か
ら
も
守
り
大
事
に
育

て
、
次
の
世
代
に
つ
な
ぎ
、
渡
し
て
行
く
事
が
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
協
議
会
の
大
切
な
役
目
な
の
で
し
ょ
う
。

　
「
手
を
つ
な
ぎ
、
知
恵
が
わ
く
、
夢
が
わ
く
、
力

が
わ
く
、
希
望
に
満
ち
た
町
づ
く
り
」そ
ん
な
気
持

ち
で
…
、
こ
れ
か
ら
も
…
。

〜 

入
来
地
域
副
田
地
区
編 

〜

〜 

入
来
地
域
副
田
地
区
編 

〜

　

毎
年
、
８
月
最
後
の
日
曜
日
は
、
入
来
地
域
に
太
鼓

や
か
ね
の
音
が
響
き
渡
る「
太
鼓
踊
り（
28
日
踊
り
）」の

日
で
す（
過
去
は
毎
年
８
月
28
日
に
開
催
し
て
い
た
）。

子
ど
も
ら
が「
コ
ン
キ
ャ
ラ
」・「
ズ
ッ
キ
ャ
ン
キ
ャ
ン
」

と
言
い
、
楽
し
み
に
し
て
い
た
祭
り
だ
っ
た
と
聞
い
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
今
は
そ
の
子
ど
も
た
ち
の
声
も
ほ

と
ん
ど
聞
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
ん
な

過
疎
の
地
区
で
す
が
、
今
も
懸
命
に
伝
承
し
て
い
る
芸

能
や
行
事
が
副
田
に
は
あ
り
ま
す
。
下し
も

手で

副そ
え

田だ

楽が
く

一い
っ
ぽ
ん本

矢や

旗ば
た

、
ア
ケ
ス
メ
ロ（
と
ん
ぼ
舞
）、
棒
踊
り
、
枕
踊
り
、

ど
ん
じ
節ぶ
し

な
ど
の
伝
統
芸
能
や
鬼
火
た
き
、
綱
引
き（
直

径
20
㎝
程
の
綱
を
練
り
ま
す
）・
田た

の
神か
ん

講こ

・
か
せ
だ

う
ち
な
ど
の
伝
統
行
事
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
史
跡
も

数
多
く
あ
り
、
十
三
仏
塔（
市
指
定
文
化
財
）、
山
口
の

六
地
蔵
塔
、塞さ
い

の
神か
み

、女
体
田
の
神
・
中
組
の
田
の
神（
県

指
定
有
形
民
俗
文
化
財
）・

馬
頭
観
音
な
ど
で
す
。

　

ま
た
、
新
し
く「
地
区

文
化
祭
」も
始
ま
り
、
幼

児
か
ら
高
齢
者
ま
で
が
参

加
し
舞
台
発
表
や
作
品
が

展
示
さ
れ
ま
す
。
新
旧
の

文
化
が
融
合
し
育
っ
て
い

け
る
地
区
で
あ
り
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

秋の夜空のもと老若男女で行う綱引き


